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「
日
韓
友
好
に
向
け
て
」 

埼
玉
県
議
会
議
員 

小 

谷 

野 

五 

雄 

ま
し
た
が
、
東
京
都
と
秩
父
の
中
間

で
、
地
元
に
は
高
麗
神
社
が
あ
り
ま
す

と
説
明
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

 

当
時
の
県
議
会
で
は
日
韓
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
の
日
本
開
催
に
向
け
て 

県
営
サ
ッ
カ
ー
ス
タ
ジ
ア
ム
の
建
設

な
ど
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
私
は
す
ぐ

に
日
韓
友
好
議
員
連
盟
に
入
り
、
当
時

の
土
屋
知
事
と
と
も
に
韓
国
の
準
備 

会
議 私

は
平
成
十
年
六
月
に
埼
玉
県
議
会
議
員
に
当
選
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
初
め
て
登
庁
し
た
と
き
、
あ
る
県
議
会
議
員
か
ら
日
高
市
は
ど
の
辺
に
あ

る
の
か
と
問
わ
れ
ま
し
た
。
日
高
市
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
驚
き

ま
し
た
が
、
東
京
都
と
秩
父
の
中
間
で
、
地
元
に
は
高
麗
神
社
が
あ
り
ま
す
と

説 

会
議
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
夜
の 

晩
餐
会
の
時
、
当
時
の
韓
国
大
会
組
織

委
員
長 

朴
世
直
（
パ
ク 

セ
ジ
ク
）
さ

ん
か
ら
「
こ
の
中
に
埼
玉
県
日
高
市 

選
出
の
県
議
さ
ん
は
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
私
は
す

ぐ
に
挙
手
を
し
て
答
え
ま
し
た
。
朴
さ

ん
は
「
韓
国
と
日
本
の
友
好
の
懸
け
橋

は
日
本
に
あ
る
高
麗
神
社
で
す
」
と 

述
べ 

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
驚
喜
す
る
と
と
も
に
日
韓
の
友
好
に
さ
ら
に
努
力

し
て
い
こ
う
と
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
先
代
の
高
麗
澄
雄

宮
司
に
お
伝
え
す
る
と
「
歴
史
に
残
る
お
話
で
す
ね
。
友
好
と
い
う
の
は
、 

歴
史
は
も
と
よ
り
人
と
人
、
心
と
心
が
重
要
で
す
。
県
議
も
こ
の
こ
と
を
忘

れ
ず
に
政
治
を
す
す
め
て
欲
し
い
」
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
は
こ
の
出
来
事
を
常
に
胸
に
刻
み
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
一
所
懸
命
に
努

め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

日韓友好埼玉県議会議員連盟 韓国訪問団 

パク セジク氏と固い握手を結ぶ 

「
系
図
」
を
受
け
取
り
、
感
謝
状
を
手
渡
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
塚
越
村
の
勝
呂
美
胤
宅
・
勝
呂
菊
丸
宅
へ
も

立
寄
り
、
大
記
と
小
太
郎
は
石
井
村
の
岩
田
利
助
宅
へ

宿
泊
し
ま
し
た
。 

 

「
淑
蔭
記
文
」
に
は
、
宴
席
で
淑
蔭
が
和
歌
を
詠
み
、

美
胤
が
琴
を
奏
し
、
大
記
が
漢
詩
を
詠
じ
る
な
ど
、
雅

な
時
間
を
過
ご
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
日
付
や
経
緯
に
齟
齬

そ

ご

が
あ
る
の
は
、
高
齢
の

淑
蔭
が
後
年
に
記
憶
を
頼
り
に
記
し
た
た
め
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

 

（
横
田
稔 

高
麗
神
社
主
任
学
芸
員
） 

淑
蔭
と
は
、
幕
末
・
明
治
期
に
活
躍
し
た
入
間
郡 

石
井
村
（
坂
戸
市
）
の
国
学
者
井
上
淑
蔭
の
こ
と
で
す
。

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
「
高
麗
氏
系
図
」
の
返
還

に
尽
力
し
、
こ
れ
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。 

返
還
の
経
緯
を
美
し
い
仮
名
交
じ
り
で
記
し
た
も

の
が
「
淑
蔭
記
文
」〈
写
真
1
〉
で
、
掛
軸
の
形
で
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
高
麗
氏
系
図
」
（
以
下
、
「
系
図
」
）
は
、
高
麗 

 
 

神 

神
社
の
社
家
高
麗
氏
に
伝
わ
る
系
譜
で
す
。
中
世
か
ら 

近
世
ま
で
書
き
継
が
れ
、
江
戸
時
代
の
約
二
〇
〇
年
間

は
、
高
麗
氏
の
親
戚
で
あ
っ
た
入
間
郡
塚
越
村
（
坂
戸
市
）

の
大
宮
住
吉
大
明
神
（
大
宮
住
吉
神
社
）
大
宮
司
勝
呂

す

ぐ

ろ

氏

に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

高
麗
大
記

だ

い

き

（
高
麗
氏
五
十
六
代
）
の
日
記
『
桜 お

う

陰 い

ん

筆
記
』

に
よ
る
と
、
「
系
図
」
返
還
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
で 

 

実
現
し
ま
し
た
。 

明
治
七
年
七
月
一
六
日
に
井
上
淑
蔭
の
斡
旋
で
、
勝
呂

家
か
ら
高
麗
家
へ
「
系
図
」
返
還
の
話
が
ま
と
ま
り
ま
し

た
。 八

月
六
日
、
大
記
は
新
堀
村
の
加
藤
小
太
郎

こ

た

ろ

う

と
と
も
に

石
井
村
の
淑
蔭
宅
へ
赴
き
ま
し
た
。
勝
呂
美 よ

し

胤 た

ね

か
ら 

「
系
図 

一
五
〇
年
前
の
淑
蔭
記
文 

―

高
麗
氏
系
図
返
還
の
経
緯―

 

 

写真 1：明治 10 年頃 淑蔭記文 
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③ ④ 

神
社
ま
め
知
識 

我
が
国
の
祝
日
に
つ
い
て 

 

世
界
の
国
々
で
は
、
そ
の
国
の
伝
統
や
文
化
、
歴
史
に
由
来
し
た
日
を
祝
日
と
し
て

定
め
て
い
ま
す
。
我
が
国
の
祝
日
は
、
戦
前
と
戦
後
で
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。 

祝
祭
日
と
は
、
宗
教
的
な
儀
礼
を
行
い
、
こ
れ
を
祝
う
日
を
言
い
ま
す
。
世
界
で
は
、

こ
の
祝
祭
日
が
祝
日
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
事
が
多
く
、
例
を
挙
げ
れ
ば
、
キ
リ
ス

ト
教
圏
で
の
復
活
祭
や
ク
リ
ス
マ
ス
、
イ
ス
ラ
ム
教
圏
で
は
断
食

だ

ん

じ

き

月
（
ラ
マ
ダ
ン
）
や

犠
牲
祭
、
仏
教
圏
で
の
万
仏

ま

ん

ぶ

つ

節 せ

つ

や
灌 か

ん

仏
会

ぶ

つ

え

な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

我
が
国
で
は
、
江
戸
期
に
幕
府
が
五
節
句
を
祝
日
と
し
て
定
め
、
明
治
期
以
降
は 

政
府
が
法
令
の
中
で
祝
祭
日
を
定
め
ま
し
た
。
昭
和
二
年
時
点
の
祝
祭
日
を
見
る
と

一
月
三
日
の
元
始

げ

ん

し

祭 さ

い

、
春
分
日
の
春
季

し

ゅ

ん

き

皇 こ

う

霊 れ

い

祭 さ

い

、
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
祭
、
秋
分
日

の
秋
季

し

ゅ

う

き

皇 こ

う

霊 れ

い

祭 さ

い

、
十
月
十
七
日
の
神
嘗
祭

か

ん

な

め

さ

い

、
十
一
月
二
十
三
日
の
新
嘗
祭

に

い

な

め

さ

い

と
宮
中
三
殿

に
お
け
る
重
要
な
祭
祀

さ

い

し

の
執
行
日
に
併
せ
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
後
は
、
連
合

国
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
占
領
下
で
、
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
「
信
教
の
自
由
」
と
「
政

教
分
離
（
信
教
の
自
由
を
保
証
す
る
た
め
政
治
と
宗
教
が
相
互
に
介
入
し
合
う
こ
と

を
禁
止
す
る
）」
が
徹
底
さ
れ
、
昭
和
二
十
三
年
改
正
の
祝
日
法
も
影
響
を
受
け
ま
し

た
。
祝
祭
日
の
概
念
か
ら
祭
日
を
除
き
、
祝
日
を
記
念
日
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。
令
和
七
年
の
国
民
の
祝
日
と
そ
の
各
意
義
に
つ
い
て
下
の
表
に
掲
げ
ま

す
。
更
に
現
在
で
は
、
経
済
効
果
や
余
暇
の
提
供
を
目
的
に
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
法
が

施
行
さ
れ
「
成
人
の
日
」
を
始
め
四
つ
の
祝
日
が
月
曜
に
移
動
し
三
連
休
を
形
成
し
て

い
ま
す
。
国
民
の
豊
か
で
健
や
か
な
暮
ら
し
に
貢
献
す
る
一
方
で
、
連
休
の
内
の
一
日

に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
祝
日
へ
の
意
識
が
薄
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

参
考
書 

日
本
の
祝
日
と
歳
事
の
由
来 

生
方
徹
夫 

著 

世
界
の
国
々
と
祝
日 

 
 

本
村
凌
二 

監
修 

神
社
や
お
寺
、
宗
教
行
事
に
は
「
縁
日

え

ん

に

ち

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
縁
日
と
は
神
仏
の

降
誕

こ

う

た

ん

・
示
現

じ

げ

ん

な
ど
、
特
別
の
縁
が
あ
る
と
し
て
祭
典
や
供
養
を
行
う
日
を
意
味
し
ま
す
。 

戦
前
は
、
こ
の
縁
日
が
祭
日
と
し
て
祝
日
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。 

「
美
し
い
風
習
を
育
て
つ
つ
、
よ
り
よ
き
社
会
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
築
き
あ
げ
る
た
め

に
、
こ
こ
に
国
民
こ
ぞ
っ
て
祝
い
、
感
謝
し
、
又
は
記
念
す
る
日
」
と
昭
和
二
十
三
年
発
足

さ
れ
た
「
祝
日
法
」
で
は
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
祝
日
の
由

来
に
つ
い
て
の
文
言
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
法
に
よ
り
、
た
や
す
く
祝
日
が

移
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
為
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
祝
日
の
成
り
立
ち
に
我

が
国
の
歴
史
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
事
を
正
し
く
学
ぶ
こ
と
で
こ
そ
、
法
律
に

定
め
た
「
美
し
い
風
習
」「
よ
り
よ
き
社
会
」「
豊
か
な
生
活
」
の
実
現
に
寄
与
す
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

境
内
さ
ん
さ
く 

高
麗
神
社
の
御
神
木 

 

―
 

大
宮
の
御
前
の
桜 ―

 

 

国
学
者 

権
田
直
助
の
詠
ん
だ
短
歌
で
す
。 

高
麗
神
社
を
代
表
す
る
桜
に
樹
齢
三
百
年
と
い
わ
れ

る
「
御
前

お

ま

え

の
桜
」
が
あ
り
ま
す
。
樹
種
は
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ

で
境
内
の
広
い
前
庭
に
ど
っ
し
り
と
構
え
、
満
開
に
は

三
百
六
十
度
ど
こ
か
ら
で
も
愛
で
る
事
が
で
き
る
中
心

的
な
御
神
木
で
す
。
こ
の
短
歌
が
詠
ま
れ
た
明
治
の
頃

の
社
殿
は
現
在
と
は
違
い
東
向
き
で
、
桜
は
社
殿
の
前

神
様
か
ら
も
良
く
見
え
る
、
ま
さ
に
「
御
前
の
桜
」
で
し

た
。
「
大
宮
」
は
、
江
戸
時
代
以
前
の
当
社
の
古
称
で 

 

大
宮
大
明
神
と
も
い 

桜
の
語
源
に
は
幾
つ
か
説
が
あ
り
ま
す
。桜
花
の
女
神

で
あ
る
木
花
開
耶
姫

こ

の

は

な

さ

く

や

ひ

め

の
サ
ク
ヤ
の
転
訛

て

ん

か

、
麗

う

ら

ら
か
に
咲
く

と
い
う
意
味
の
咲 さ

き

麗 う

ら

の
転
訛
の
ほ
か
、
サ
ク
ラ
の
サ
を 

し 

大
宮
大
明
神
と
も
い
わ
れ

ま
し
た
。
権
田
直
助
は
、

毛
呂
本
郷
（
現 

毛
呂
山
町

毛
呂
本
郷
）
出
身
で
、
五
十

六
代
当
主
高
麗

こ

ま

大
記

だ

い

き

と
深

い
親
交
が
あ
り
ま
し
た
。 

【
詠
み
人 

権
田
直
助 

紹
介
】
一
八
〇
九
年
～
一
八
八
七
年 

武
蔵
国
入
間
郡
毛
呂
本
郷
（
現
・
埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山

町
）
出
身
。
幼
名
を
玄
常
、
号
は
名
越
廼
舎
（
な
ご
し
の

や
）。
医
術
は
野
間

の

ま

広 こ

う

春
院

し
ゅ
ん
い
ん

、
漢
学
は
安
積
艮

あ

さ

か

ご

ん

斎 さ

い

、
国
学

を
平
田

ひ

ら

た

篤 あ

つ

胤 た

ね

に
学
び
、
相
楽

さ

が

ら

総 そ

う

三 ぞ

う

や
落
合

お

ち

あ

い

直 な

お

亮 あ

き

ら
と
と

も
に
尊
王
攘
夷
運
動
に
関
わ
る
。
維
新
後
は
大
学
校
の

設
立
等
に
尽
力
し
、
大
学
中
博
士
と
な
る
。
皇
典
講
究
所

文
学
部
教
授
、
神
道
本
局
顧
問
を
歴
任
。
晩
年
は
神
社 

再 再
興
の
先
駆
者
と
し
て 

大
山
阿
夫

お

お

や

ま

あ

ふ

利 り

神
社
の
祠
官

し

か

ん

及
び
三
嶋
大
社
の
宮
司
に

任
ぜ
ら
れ
た
。
墓
所
は 

権
田
公
園
（
伊
勢
原
市
）
と

な
っ
て
い
る
。 

大
宮
の
御
前
の
さ
く
ら 

さ
き
ぬ
ら
し 

 

誰
と
共
に
か 

君
は
見
る
ら
む 

高
麗
川
の
あ
た
り
を
過
り
て
け
る
に 

大
宮
の
桜
の
開
盛
れ
る
を
は
る
か
に
の
ぞ
み

見
て 

穀
物
の
霊
を
表
す
古

語
、
ク
ラ
を
神
霊
が
依 よ

り
鎮
ま
る
と
こ
ろ
を
意

味
す
る
と
し
て
、「
サ
・

ク
ラ
」
で
春
の
初
め
に

咲
く
穀 こ

く

霊 れ

い

の
依
代

よ

り

し

ろ

を
表

す
と
す
る
説
な
ど
で

す
。
い
ず
れ
の
説
を
と

っ
て
も
昔
の
人
々
が 

咲 

咲
き
誇
る
美
し
い
桜
花
に
、
神
の
存
在
を
感
じ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
権
田
直
助
が
愛
で
た
御
前
の
桜 

し 高
美
し
く
咲
く
姿
に
多
く
の
人
が
心
を
癒
や
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
桜
が
い
つ
ま
で
も
繁
り
栄
え
て
い
く
こ

と
を
願
い
、
こ
こ
に
桜
花
祭
を
執
り
行
い
、 

は
、
今
も
見
事
な
花
を
咲
か
せ

て
訪
れ
る
人
を
魅
了
し
て
い
ま

す
。 

 

現
在
、
三
月
の
開
花
時
期
に

合
わ
せ
て
桜 お

う

花 か

祭
と
夜
桜
会
を

行
っ
て
い
ま
す
。
桜
花
祭
で
は

庭
上
で
の
祭
典
の
中
で
祭
祀

さ

い

し

舞 ま

い

が
舞
わ
れ
、
夜
桜
会
で
は
、
桜

の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
が
行
わ
れ
、

幻
想
的
な
夜
桜
を
見
る
事
が
で

き
ま
す
。
四
月
第
一
日
曜
日
に

は
、 

は
、
氏
子
会
に
よ
る
桜
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。
桜
の
下
で
餅
つ

き
や
獅
子
舞
が
披
露
さ
れ
ま
す
。
大
切
な
家
族
や
仲
間
と
、

或
い
は 

 

或
い
は
愛
す
る
人
と
、 

或
い
は
愛
す
る
人
と
、
今
年
も

御
前
の
桜
の
下
で
、
た
く
さ
ん

の
思
い
出
が
育
ま
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。 

 

【
令
和
七
年 

行
事
案
内
】 

  
桜
花
祭
・
夜
桜
会 

三
月
二
十
三
日
（
日
） 

  
祭
祀
舞 

三
月
三
十 

 

日
（
日
） 

  
桜
祭 

 

四
月 

 

六
日
（
日
） 

権田直助の短歌 原本 

大正 5 年以前の御社殿と御前の桜 

夜桜会の彼岸桜（御前の桜） 桜花祭で祭祀舞が行われる 

桜
祭
の
獅
子
舞 

ご 

ん 

だ 
 

な 

お 

す 

け 

お 

お
み 

や 
 

 
 

 
 

お 

ま 

え 

た 

れ 
 

  
 

と 

も 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

き 

み 
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⑤５ ⑥ 

岡
本
一
平
は
、
画
家
、
漫
画
家
、
小
説
家
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
た
人
物
で

あ
る
。
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
北
海
道
函
館
に
生
ま
れ
た
。
祖
父
は
津
藩

に
仕
え
た
儒
学
者
、
父
は
書
家
で
あ
っ
た
。
妻
は
歌
人
、
小
説
家 

岡
本
か
の

子
、
子
は
著
名
な
芸
術
家
岡
本
太
郎
、
妹
が
洋
画
家
池
辺
鈞

い
け
べ 

ひ
と
し

に
嫁
ぎ
、
長
男
は

俳
優
池
辺

い

け

べ

良
り
ょ
う

で
あ
る
。 

 

一
平
は
洋
画
家
を
志
し
、
若
い
頃
帝
劇
で
壁
画
を
描
い
て
い
た
が
、
夏
目
漱

石
の
連
載
小
説
の
挿
絵
を
代
行
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
大
正
元
年
（
一
九

一
二
）
朝
日
新
聞
に
入
社
し
た
。
取
材
で
各
地
を
訪
ね
、
得
意
の
ス
ケ
ッ
チ
に

短
文
を
添
え
た
記
事
が
「
漫
画
漫
文
」
と
称
さ
れ
好
評
を
博
し
漫
画
家
と
し

て 

高
麗
神
社
を
訪
れ
た
人
々
～
文
学
編
二
～ 

岡
本
一
平
『 

熊
を
尋
ね
て 

』 

高
麗
神
社 

宮
司 

高
麗
文
康 

来
た
が
熊
が
居
そ
う
な
気
配
も
無
い
。
こ
り
ゃ
あ
ど
う
も
止
め
た
方
が
良
か
っ

た
か
な
と
紅
葉
し
た
山
を
仰
い
で
只
今
嘆
息
し
て
居
る
處
で
あ
り
ま
す
。
」
と

後
悔
の
言
葉
で
締
め
く
く
っ
た
。 

第
二
信
「
ウ
ン
ザ
リ
す
る
馬
車
の
道
草
」
は
飯
能
か
ら
台
（
現
日
高
市
台
）

に
至
る
短
い
道
中
の
、
車
掌
と
里
人
の
や
り
取
り
を
描
い
て
い
る
。「
馬
車
屋
さ

ん
！
娘
え
嫁
に
呉
れ
た
台
（
地
名
）
の
家
え
大
分
揉
め
て
る
相
だ
か
ら
帰
り 

馬
車
に
ち
ょ
っ
く
ら
寄
っ
て
見
て
や
っ
て
呉
ん
ろ
や
可
愛
相
だ
か
ら
（
※
１
）
」

（
岡
本
一
平
全 

よ
う
に
思
え
る
。 

「
熊
を
尋
ね
て
」
の
道
中
は
、
そ
の
後
再
び
秩
父
に
向
か
い
、
大
滝
村
の
猟

師
儀
助
に
「
有
無
を
い
は
ざ
ず
事
情
を
話
し
熊
狩
に
伴
れ
て
行
か
れ
ん
事
を
求

め
」
二
夜
の
難
行
の
末
、
栃
本
で
熊
に
出
会
っ
た
。「
涙
が
零
れ
た
。
足
も
痛
し

頭
も
興
奮
し
切
っ
て
居
る
か
ら
至
極
簡
単
に
叙
す
る
。
」
と
洞
穴
に
熊
を
確
認

し
た
時
の
自
身
の
切
迫
し
た
状
況
を
記
し
て
い
る
。
洞
穴
に
格
子
を
か

け
、
熊
が
飛
び
出
さ
な
い
細
工
を
す
る
と
「
最
後
に
、
『
熊
の
馬
鹿
ヤ
ー

イ
』
と
怒
鳴
る
と
・
・
・
そ
ら
飛
び
出
し
た
。
ズ
ド
ー
ン
。
意
気
揚
々
と 

写
真
・
岡
本
一
平
（
左
）
妻
か
の
子
（
右
）
太
郎
（
中
央
） 

 

明
治
四
十
三
年
東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
卒
業
、
大
正
元
年
東

京
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
、
漫
画
を
描
く
。
人
間
生
活
の
機
微
に

ふ
れ
た
鋭
い
描
写
と
軽
妙
な
警
句
に
よ
っ
て
従
来
の
漫
画
の
形

式
を
一
変
さ
せ
、
ま
た
政
治
漫
画
に
も
一
時
期
を
画
す
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
遊
学
し
、
昭
和
十
三
年
『
世
界
漫
画
漫
遊
』
を
出
版
。

漫
画
の
芸
術
化
、
現
代
化
に
努
め
た
。
ほ
か
、
作
品
に
『
一
平
全

集
』
十
五
巻
が
あ
る
。 

神
社
境
内
に
各
村
の
代
表
者
集
り
流
鏑
馬
の
式
を
行
ふ
」
と
当
社
の
正

月
行
事
や
ぶ
さ
め
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
弓
を
執
る
も
の
皆
斎
戒
沐

浴
し
て
裸
体
の
儘
で
矢
を
射
て
、
そ
の
年
の
吉
凶
禍
福
を
卜

う
ら
な

ふ
の
で
あ

る
」
と
イ
ラ
ス
ト
と
共
に
そ
の
様
子
を
記
し
た
。
因
み
に
現
在
も
こ
の
行
事

は
毎
年
一
月
中
旬
に
当
社
近
隣
に
住
む
大
宮
組
の
氏
子
に
よ
っ
て
執
り
行
わ

れ
て
い
る
。
当
日
は
九
時
頃
社
殿
で
祈
祷
し
、
社
殿
前
で
天
に
向
か
っ
て
一
矢

射
放
っ
た
後
、
場
所
を
移
し
て
、
設

し
つ
ら

え
た
的
に
向
か
い
矢
を
放
つ
の
で
あ
る
。

さ
す
が
に
、
か
つ
て
の
様
に
ふ
ん
ど
し
姿
で
は
な
い
が
、
さ
さ
や
か
な
神
事
が

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
当
地
の
穏
や
か
さ
や
豊
か
さ
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る

よ
う 

て
名
を
成
し
た
。
当
社
に
関
わ
る
『
熊
を

尋
ね
て
』
は
昭
和
四
年
先
進
社
か
ら
発
行

さ
れ
た
『
一
平
全
集
』
所
収
で
、
記
者
ら
し

く
（
？
）
第
一
信
か
ら
第
八
信
と
通
信
の
形

式
で
章
立
て
を
し
て
い
る
。
第
一
信
「
深
え

や
ま
で
さ
、
熊
が
で
る
」
は
、
一
平
が
仲
間

と 

該
当
す
る
の
は
大
正
元
年
十
一
月
の
陸
軍
大

演
習
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
一
平

は
一
旦
帰
京
し
、
改
め
て
「
熊
を
尋
ね
て
」

取
材
旅
行
に
出
た
と
考
え
た
方
が
、
そ
の
後

の
月
日
の
辻
褄

つ
じ
つ
ま

が
合
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も

文
中
の
「
川
越
よ
り
入
間
川
ま
で
は
汽
車
、

入
間
川
よ
り
飯
能
へ
馬
車
」
と
当
時
の
交
通

事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
興
味
深

い
。
第
一
信
は
「
こ
こ
ま
で
兎
も
角
も
来
は 

し
か
し
、
苛
立
っ
た
風
で
も
な
く
「
こ
れ

は
別
に
く
ま
が
居
な
い
か
ら
と
て
こ
ま
を

尋
ね
る
と
い
ふ
洒
落
で
あ
る
ん
で
も
な
ん

で
も
な
い
事
を
茲
に
一
言
し
て
置
く
」
と

高
麗
村
の
、
の
ん
び
り
し
た
風
情
に
す

っ
か
り
染
ま
っ
た
よ
う
な
戯
言
で
第
二

信
を
締
め
く
く
っ
た
。 

第
三
信
「
裸
体
の
流
鏑
馬
」
は
当
社

に
関
わ
る
事
柄
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て

い
る
。
冒
頭
で
高
麗
郷
、
高
麗
家
、
高

麗
神
社
の
由
来
を
記
し
、
高
麗
家
の
当

主

高

麗

興 お

き

丸 ま

る

（

※

２

）

を
尋

ね

て 
 

 

「
主
人
の
い
ろ
い
ろ
の
話
」
を
聞
き
と

っ
た
。
そ
の
中
で
「
例
年
一
月
十
七
日 

※
１
「
馬
車
屋
さ
ん
、
娘
の
嫁
ぎ
先
の
台
の
家
が
揉
め
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
、

帰
り
道
に
よ
っ
て
様
子
を
見
て
来
て
く
だ
さ
い
。
可
哀
そ
う
な
の
で
・
・
・
」 

※
２ 

高
麗
家
五
十
七
代
、
高
麗
神
社
社
掌
、
筆
者
の
曾
祖
父
で
あ
る
。 

（
『
一
平
全
集
』
所
収
「
熊
を
尋
ね
て
」
よ
り
抜
粋 

 
以
下
引
用
は
同
書 

※
１
は
筆
者
）
と
里
人
が
車
掌

に
声
を
掛
け
る
と
、
車
掌
は
「
よ
し
よ
し
」
と

応
え
る
。
い
ち
い
ち
こ
ん
な
風
だ
か
ら
、
中
々

進
ま
ず
、
つ
い
に
一
平
は
馬
車
を
捨
て
「
高
麗

王
が
子
孫
在
住
せ
る
を
訪
ふ
事
に
し
た
。
」 

し
か
し
、
苛
立
っ
た 

中
津
川
村
の
往
還
を
帰
る
」
と
記
し
、
通
信
を

結
ん
だ
。 

実
質
半
月
ほ
ど
の
紀
行
か
と
思
わ
れ
る
が
、

大
正
時
代
の
初
期
の
当
地
方
の
様
子
が
伺
い

知
れ
る
貴
重
な
「
漫
画
漫
文
」
記
事
で
あ
る
。 

令和 7年の大宮組やぶさめ行事 

や
ま
で
さ
、
熊
が
で
る
」
は
、
一
平
が
仲
間
と
共
に
川
越
で
行
わ
れ
た
演
習
を

見
に
来
る
と
、
宿
で
「
秩
父
に
も
熊
が
出
る
」
噂
を
耳
に
し
た
た
め
、
そ
の
真

偽
を
確
か
め
よ
う
と
単
身
秩
父
を
目
指
す
。
川
越
で
演
習
見
物
と
な
る
と
、 

一平全集 装丁デザイン 

「熊を尋ねて」冒頭部分 

飯能から台へ道行く馬車夫に里人 

が声をかけてきて中々進まない 

一平が見た やぶさめ行事 

熊と格闘している描写 

お
か
も
と 

い
っ
ぺ
い 

ふ 

う 

び 



 

編 
集 

後 

記 

担
当
・
保
々 

 

祈願随時受付 毎日８：３０～１７：００ （１２/３１は、１４：００まで） 

※ご予約の必要はありません。 

初宮詣・七五三・ランドセルのお祓い（３月上旬～4月上旬） 

人生儀礼各種・商売繁昌・厄除け・方位除け・車お祓い 

高麗神社々務所 埼玉県日高市新堀 833 042-989-1403 

素
人
な
が
ら
編
集
を
し
て
い
ま
す
。
頁
に
よ
っ

て
は
自
身
で
原
稿
も
書
き
ま
す
。
こ
つ
こ
つ
と
し

た
作
業
は
、
登
山
で
高
度
を
上
げ
て
い
く
よ
う

な
、
な
か
な
か
苦
し
い
作
業
で
す
。
た
だ
、
八
割

位
完
成
す
る
と
、
全
体
の
形
が
見
え
て
き
て
楽
し

く
な
り
ま
す
。
八
合
目
か
ら
頂
上
を
見
る
と
き
の

様
に
、
完
成
が
待
ち
遠
し
く
な
り
ま
す
。 

 
 

「
て
っ
ぺ
ん
」
に
は
ど
ん
な
景
色
が
広
が
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
、
今
回
も
そ
の
よ
う
な
心
持
ち
で
編

集
に
あ
た
り
ま
し
た
。
是
非
、
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

 

《
期
間
限
定 

特
別
な
祈
願
の
ご
案
内
》 

《
新
入
生
ラ
ン
ド
セ
ル
の
お
祓
い
》
令
和
七
年
三
月 

四
日
～
四
月
六
日
の
間 

受
付 

高
麗
神
社
で
は
、
お
子
様
が
安
全
で
楽
し
い
学
校
生
活
を
送
れ
る
よ
う
神
様
に
お
祈
り
し
、
ラ
ン
ド
セ
ル
を
お
祓
い
い
た
し
ま
す
。 

《
七 

夕 

技 

芸 

上 

達 

祈 

願
》
毎
年 

七
月
一
日
～
七
月
七
日
の
間 

受
付 

習
い
事
、
ス
ポ
ー
ツ
・
競
技
、
仕
事
な
ど
、
自
身
が
取
り
組
む
技
芸
の
上
達
の
た
め
、
良
き
師
や
仲
間
と
の
出
会
い
或
い
は 

 
 

使
用
す
る
道
具
・
機
械
の
安
全
な
ど
、
上
達
に
繋
が
る
願
い
事
を
七
夕
御
幣
に
込
め
て
、
大
神
様
に
御
祈
願
い
た
し
ま
す
。 

 

祈
願
受
付
に
つ
い
て 

 

玉 

串 

料
・
お
気
持
ち
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

※ 

普
段
使
わ
れ
る
道
具
を
お
持
ち
頂
け
れ
ば
御
神
前
で
お
祓
い
を
致
し
ま
す
。 

道
具
を
お
持
ち
に
な
る
場
合
は
、
き
れ
い
な
状
態
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

（
例
・
運
動
靴
、
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
、
書
道
具
、
カ
メ
ラ
、
手
芸
具 

な
ど
） 

対
象
者
：
令
和
七
年
春 

小
学
校
に
入
学
す
る
児
童 

（
就
学
し
て
い
る
小
学
生
も
可
） 

玉
串
料
（
祈
祷
料
）
：
お
気
持
ち
で
お
納
め
い
た
だ
き
ま
す
。 

授
与
品
：
御
朱
印
と
お
名
前
の
入
っ
た
参
拝
証
・ 

通
学
の
安
全
を
守
る
「
道
中
安
全
」
御
守
り
・
お
祓
い
の
証
シ
ー
ル 

※ 

ご
予
約
の
必
要
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

※ 

祈
願
の
際
は
、
必
ず
ラ
ン
ド
セ
ル
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。 

※ 

お
子
様
に
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
て
い
た
だ
き
お
祓
い
を
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

日
和
田
山
の
魅
力
を
、
も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
人
に
知

っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

《
郷
土
の
名
山 
日
和
田
山 

と 

登
山
家 

田
部
井
淳
子
氏
》 

昨
年
の
夏
に
心
躍
ら
せ
る
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に
し
ま

し
た
。「
て
っ
ぺ
ん
の
向
こ
う
に
あ
な
た
が
い
る
」
と
い

う
題
で
映
画
製
作
が
開
始
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
映
画
は

昭
和
五
十
年
、
世
界
最
高
峰
の
エ
ベ
レ
ス
ト
に
女
性
と

し
て
世
界
初
登
頂
に
成
功
し
た
登
山
家
田
部
井
淳
子

氏
を
モ
デ
ル
に
し
た
物
語
で
す
。 

高
麗
神
社
で
は
、
平
成
三
十
年
に
「
第
三
回 

高
麗
郡

偉
人
伝
」
で
、
田
部
井
氏
の
功
績
を
紹
介
し
ま
し
た
。

田
部
井
氏
は
生
前
、
川
越
に
居
を
構
え
郷
土
の
名
山

「
日
和
田
山
」
に
は
ご
夫
婦
で
何
度
も
訪
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。 

  

地 

域 

探 

訪 

登
攀
ク
ラ
ブ
を
設
立
。
一
九
七
五
年
世
界
最
高
峰
エ
ベ
レ
ス

ト
八
八
四
八
ｍ
に
女
性
と
し
て
世
界
で
初
め
て
登
頂
。
一
九

九
二
年
七
大
陸
最
高
峰
登
頂
者
と
な
る
（
女
性
世
界
初
）
。 

年
数
回
海
外
登
山
に
出
か
け
、
二
〇
一
六
年
十
月
二
十
日
に

亡
く
な
る
ま
で
に
七
十
六
か
国
の
最
高
峰
・
最
高
地
点
に 

登
頂
。
メ
デ
ィ
ア
へ
の
出
演
や
執
筆
、
講
演
な
ど
を
通
じ
て

山
登
り
の
楽
し
さ
を
多
く
の
人
に
伝
え
た
。 

出
版
物
に 

『
私
に
は
山
が
あ
る
～
大
き
な
愛
に
包
ま
れ
て
』（P

H
P

研
究

所
）
、『
再
発
！
そ
れ
で
も
わ
た
し
は
山
に
登
る
』（
文
藝
春
秋
）

な
ど
が
あ
る
。 

田
部
井
淳
子 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

う
で
す
。 

『
日
和
田
山
の
山
頂
の
裏

手
に
小
さ
な
岩
場
が
あ

る
。
私
た
ち
夫
婦
に
と
っ

て
は
思
い
出
深
い
場
所

だ
。
私
も
妻
も
若
い
頃
、 

こ
の
岩
場
に
よ
く
通
っ
た
。
冬
山
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に

重
い
ザ
ッ
ク
を
背
負
い
ア
イ
ゼ
ン
を
着
け
、
冬
山
用
の

手
袋
を
は
め
、
細
か
い
作
業
の
練
習
を
し
た
。
』 

 
 

[

田
部
井
政
伸 

著
書
「
て
っ
ぺ
ん
」
よ
り
抜
粋] 

 

日
和
田
山
は
、
標
高
三
○
五
ｍ
で
ゆ
っ
く
り
登
っ
て
も 

頂
上
ま
で
一
時
間
以
内
で
到
達
し
ま
す
。
休
日
と
も
な
れ

ば
、
幼
児
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
多
く
の
人
々
が
訪
れ
る 

ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
方

で
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
で
き
る
岩
場
も
あ
り
、
多
く

の
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
マ
ー
に
も
知
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

田
部
井
氏
は
晩
年
闘
病
生
活
を
送
る
中
で
も
登
山
や

講
演
活
動
な
ど
を
続
け
、
治
療
の
合
間
を
縫
っ
て
は
思
い

出
深
い
日
和
田
山
を
何
度
も
訪
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

『
暖
か
い
日
で
も
、
そ
の

岩
だ
け
が
少
し
ひ
ん
や
り

と
し
て
冷
た
い
。
乾
い
た

岩
の
質
感
を
ト
レ
ッ
キ
ン

グ
シ
ュ
ー
ズ
の
底
に
感
じ

岩
に
か
け
た
手
に
感
じ

た
。
妻
も
同
じ
だ
っ
た
。

「
こ
の
感
触
、
い
い
わ

ね
」
』 

（
前
掲
書
） 

現
在
、
山
の
麓
に
は
有
志
に
よ
り
田
部
井
氏
の
功
績
を

顕
彰
す
る
為
、
エ
ベ
レ
ス
ト
を
模
っ
た
記
念
碑
が
建
立
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
年
の
秋
に
公
開
さ
れ
る
映
画
を
楽
し
み

に
し
つ
つ
、
登
山
家 

田
部
井
淳
子
氏
に
も
親
し
ま
れ
た 

一
九
三
九
年 

福
島
県
三
春
町
生

ま
れ
。
一
九
六
九
年
『
女
子
だ
け
で

海
外
遠
征
を
』
を
合
言
葉
に
女
子

登
攀 

日和田山から物見山へ 

夫 政伸氏と 日和田山  

上：麓にある記念碑 

右：金刀比羅神社前にて 

上：エベレスト登頂写真 

下：ベネズエラ最高峰にて 

【
写
真
提
供 

協
力
・
一
般
社
団
法
人 

田
部
井
淳
子
基
金
】 

た  

べ 
 

い 
 

じ 

ゅ 

ん 

こ 

⑧８ ⑦７ 
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